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AOYAMA

　
住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

　
中
島 

真
成

　
皆
さ
ん
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
平
成
二
十
年
の
初
春
、
い
か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
つ
い
こ
の
間
平
成
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
し
た
ら
、
も
う
間
も
な
く
平
成
生
ま
れ
の
成
人
が

現
れ
ま
す
。
ど
ん
な
成
人
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
バ

ブ
ル
後
の
日
本
を
見
て
育
っ
た
彼
ら
の
幸
せ
観
が
ど

う
い
う
も
の
か
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な
り
ま
す
。

　
幸
せ
と
い
え
ば
、
本
林
靖
久
先
生
の
仏
教
講
座
の

「
ブ
ー
タ
ン
と
幸
福
論
」
の
研
修
版
と
し
て
本
林
先

生
に
も
ご
同
行
い
た
だ
き
ま
す
ブ
ー
タ
ン
研
修
旅
行

を
四
月
十
四
日
か
ら
同
二
十
二
日
の
九
日
間
で
企
画

し
て
い
ま
す
。

　
ブ
ー
タ
ン
は
こ
れ
と
い
っ
て
特
産
品
や
産
業
が
な

い
国
で
、
国
民
の
幸
せ
を
総
生
産
を
意
味
す
る
Ｇ
Ｎ

Ｐ
（
Ｐ
は
プ
ロ
ダ
ク
ツ
＝
生
産
）
で
は
な
く
、
総
幸

福
を
意
味
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｈ
（
Ｈ
は
ハ
ッ
ピ
ー
＝
幸
福
）

で
表
そ
う
と
い
う
国
で
す
。

　
仏
教
講
座
を
受
講
し
て
い
な
い
方
で
も
参
加
で
き

ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
当
院
青
山
文
化
村

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
昨
年
秋
の
文
化
講
演
会
で
す
が
、
講
師
を
お
願
い

し
て
い
ま
し
た
黒
川
紀
章
さ
ん
が
講
演
会
直
前
に
突

然
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
方
も

多
か
っ
た
と
存
じ
ま
す
が
、
誠
に
残
念
な
こ
と
で
し

た
。
た
だ
で
さ
え
お
忙
し
い
中
に
選
挙
へ
の
立
候
補

な
ど
も
あ
り
、
疲
労
困
憊
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
黒

川
さ
ん
は
当
院
の
檀
家
で
す
の
で
、
私
が
引
導
を
差

し
上
げ
ま
し
た
。
合
掌
十
念
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
も
良
い
一
年
に
し
た

い
も
の
で
す
。
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法
話 

9・10・11月の行事報告
平井丈一朗

梅窓院祖師堂特別コンサート
9月8日(土)

秋彼岸会法要・彼岸寄席
お彼岸ライブ
9月23日（日）

第42回念仏と法話の会
10月4日（木）

十夜法要・芋煮会 特別ライブ
11月24日（土）

栃
木
　
法
善
寺 

住
職 

　

吉
水 

智
教 

上
人

「
悦
び
の
中
の
悦
び
な
り
」

（
総
本
山
知
恩
院
・
大
本
山
増
上
寺
布
教
師
）

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
、と
い
え
な
い
方
も
い

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
喪

中
の
為
新
年
の
ご
挨
拶
を
控
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
」
と
い
う
お
葉
書
を
お
出
し

に
な
っ
た
方
や
頂
い
た
方
も
多
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
喪
中
の
お
葉
書
は
家
人
が
亡

く
な
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
と
共

に
、不
幸
に
際
し
て
悲
し
い
気
持
ち
で

す
か
ら
年
賀
状
等
の
慶
事
を
遠
慮
す

る
挨
拶
だ
と
い
う
こ
と
は
ご
承
知
の
と

お
り
で
す
。

し
か
し
私
達
浄
土
宗
の
教
え
は
悲

し
く
不
幸
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
明
る
く
悦
ば
し
い
教
え
で
す
。

そ
の
こ
と
を
浄
土
宗
を
お
開
き
に
な
っ

た
法
然
上
人
は
「
生
ま
れ
が
た
き
浄
土

に
往
生
せ
ん
こ
と
悦
び
の
中
の
悦
び
な

り
」
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
私
達

が
拝
む
阿
弥
陀
様
は
「
南
無
阿
弥
陀

仏
と
我
が
名
を
称
え
た
も
の
を
必
ず

極
楽
浄
土
に
救
う
、そ
こ
で
先
立
た
れ

た
縁
の
深
い
人
達
と
も
再
会
を
さ
せ
る
、

仏
と
成
る
ま
で
共
に
修
行
も
さ
せ
る
」

と
そ
こ
ま
で
本
願
に
お
誓
い
く
だ
さ
っ

た
仏
様
で
す
。そ
の
本
願
を
信
じ
念
仏

を
称
え
る
人
は
死
ぬ
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
極
楽
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
頂
け
る

の
で
す
。

生
き
て
い
る
時
で
す
ら
行
く
宛
も
分

か
ら
ず
迷
っ
て
い
る
よ
う
な
私
達
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
生
老
病
死
を
含

む
四
苦
八
苦
の
縁
は
年
末
年
始
だ
ろ

う
と
お
構
い
な
く
私
達
を
襲
っ
て
き
ま

す
。
そ
ん
な
ご
縁
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た

な
ら
ば
私
達
は
例
外
な
く
悲
し
み
、苦

し
み
、迷
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
上
命
つ
き
た
後
は
更
な
る
迷
い
の

世
界（
地
獄
、餓
鬼
、畜
生
）へ
と
落
ち

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
私
達
で
も
あ
る

と
仏
教
で
は
教
え
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀

様
は
そ
ん
な
私
達
を
見
か
ね
て
「
悩
み

迷
う
の
は
生
き
て
い
る
間
だ
け
で
い
い
じ
ゃ

な
い
か
、せ
め
て
命
つ
き
た
後
は
私
の
極

楽
浄
土
に
迎
え
と
っ
て
成
仏
す
る
ま
で

修
行
を
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
そ
こ
ま
で

私
達
の
こ
と
を
哀
れ
み
慈
し
ん
で
本
願

を
お
誓
い
く
だ
さ
り
、今
も
極
楽
浄
土

か
ら
私
達
の
こ
と
を
救
お
う
と
な
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。
離
れ
る
こ
と
の
難
し
い

輪
廻
の
絆
を
断
ち
切
っ
て
、生
ま
れ
る

こ
と
の
難
し
い
阿
弥
陀
様
の
極
楽
浄
土

に
往
生
さ
せ
て
頂
け
る
。こ
れ
に
勝
る

悦
ば
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
と
法

然
上
人
は
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

一
度
生
ま
れ
た
者
は
一
度
死
ん
で
い
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
死
の
縁

は
つ
ら
く
悲
し
い
も
の
が
多
い
こ
と
は

事
実
で
す
。
し
か
し
本
当
の
浄
土
宗
の

信
仰
を
お
持
ち
の
方
は
、阿
弥
陀
様
の

本
願
の
お
力
に
お
す
が
り
し
て
、し
っ

か
り
と
そ
の
つ
ら
い
ご
縁
を
乗
り
越
え

さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
き

て
い
る
間
は
阿
弥
陀
様
ご
先
祖
様
の
導

き
を
頂
戴
し
て
ご
一
緒
の
お
勤
め
が
で

き
ま
す
。
臨
終
の
間
際
に
は
阿
弥
陀
様

が
自
ら
こ
こ
ま
で
お
迎
え
に
来
て
く
だ

さ
っ
て
極
楽
浄
土
に
お
連
れ
く
だ
さ
る

の
で
す
。

な
か
な
か
お
葬
式
ご
法
事
等
、人
が

お
亡
く
な
り
に
な
る
と
い
う
ご
縁
に
つ

い
て
、そ
の
よ
う
な
お
心
持
に
な
る
の
は

難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、法

然
上
人
が
お
示
し
く
だ
さ
る
私
達
浄

土
宗
の
教
え
は
決
し
て
悲
し
い
も
の
で

は
な
く
、明
る
く
、悦
ば
し
い
教
え
な
の

だ
と
い
う
こ
と
を
心
の
隅
に
で
も
覚
え

て
お
い
て
頂
け
れ
ば
有
難
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
以
前
、芝
の
大
本
山
増
上
寺
様

に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
の
御
前

様
は
八
十
六
代
目
の
藤
堂
恭
俊
大
僧

正
台
下
と
い
う
お
方
で
し
た
。
藤
堂
台

下
は
浄
土
宗
の
教
え
を
長
年
ご
研
究

さ
れ
た
大
博
士
で
、浄
土
宗
の
学
問
に

お
い
て
右
に
出
る
人
は
い
な
い
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
の
第
一
人
者
で
し
た
。
御
前
様

は
平
成
五
年
に
増
上
寺
に
お
入
り
に

な
り
、ち
ょ
う
ど
同
じ
年
、私
も
入
山

し
た
の
で
す
が
、七
年
後
の
平
成
十
二

年
十
二
月
十
四
日
に
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

ま
る
ま
る
七
年
間
私
は
御
前
様
の
お

話
や
ご
指
導
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き

て
と
て
も
幸
せ
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

中
で
も
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

御
前
様
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
時
に

境
内
に
掲
げ
ら
れ
た
高
札
で
す
。「
山

主
往
生
の
素
懐
を
研
ぐ
」
と
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。
お
寺
で
ご
住
職
や
お
坊
さ

ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
と
通
常
は「
山

門
不
幸
」
と
書
か
れ
た
高
札
が
出
さ
れ

ま
す
。
お
寺
の
中
で
不
幸
な
こ
と
が
起

き
ま
し
た
、と
書
い
て
住
職
さ
ん
が
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ

す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
藤
堂
台
下
は

「
山
門
不
幸
」
で
は
な
く
「
山
主
往
生

の
素
懐
を
研
ぐ
」
と
書
き
な
さ
い
と
、

亡
く
な
る
前
に
自
ら
ご
指
示
な
さ
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。「
不
幸
な
こ
と
で
は
な

い
、法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
浄

土
に
往
生
す
る
の
だ
か
ら
悦
び
の
中
の

悦
び
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏

申
し
て
阿
弥
陀
様
の
極
楽
浄
土
に
往

生
さ
せ
て
頂
く
こ
と
は
、私
達
の
か
ね

て
か
ら
の
願
い
で
あ
る
。そ
れ
が
今
こ
そ

か
な
う
悦
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
」
そ
の

よ
う
な
意
味
で「
山
主
往
生
の
素
懐
を

研
ぐ
」
と
書
き
な
さ
い
と
ご
指
示
さ
れ

て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
人
と
し
て
生

ま
れ
た
私
達
の
本
望
は
極
楽
浄
土
に

往
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、さ
ら
に
は
法

然
上
人
の「
生
ま
れ
が
た
き
浄
土
に
往

生
せ
ん
こ
と
悦
び
の
中
の
悦
び
な
り
」

と
い
う
お
示
し
を
身
を
も
っ
て
教
え
て

頂
い
た
よ
う
な
気
が
致
し
ま
し
た
。

い
つ
の
日
か
こ
の
私
も
例
外
な
く
命

つ
き
て
い
く
時
が
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
時
は
残
さ
れ
る
遺
族
に
は
喪
中
の

お
葉
書
は
出
さ
ず
に
普
段
通
り
年
賀

状
を
だ
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
文
面
に
は
「
新
年
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
　
故
人
は
極
楽

浄
土
へ
往
生
を
致
し
ま
し
た
」
と
書
い

て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
　
　

合
掌



梅窓院通信 No.353

◎
特
選

™

風
に
身
を
ゆ
だ
ね
雲
見
る
秋
野
か
な 

◎
佳
作

™

奥
飛
騨
の
谷
の
集
落
そ
ば
の
花 

™

日
当
た
り
の
形
そ
ろ
ひ
し
万
年
青
の
実 

™

絹
雲
を
さ
つ
と
一
刷
布
毛
秋
空
に 

™

明
月
や
宇
宙
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
と 

™

色
変
へ
ぬ
松
は
枝
よ
り
鳥
放
つ 

™

仏
壇
に
コ
ス
モ
ス
一
輪
挿
し
に
け
り 

™

友
来
た
る
我
が
家
の
園
の
ぶ
だ
う
狩
り 

◎
選
者
詠

™

川
中
の
　
の
水
脈
ひ
く
十
三
夜 

大
崎 

　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

俳
句
を
作
り
に
ど
こ
か
に
出
か
け
る
こ
と
を
「
吟
行
」
と
い
い
ま
す
。
仲
間
と
連
れ

だ
っ
て
吟
行
す
る
こ
と
は
楽
し
い
も
の
で
す
が
、「
そ
の
場
で
句
を
作
る
の
は
苦
手

だ
」
と
敬
遠
す
る
人
が
い
ま
す
。

吟
行
句
の
上
手
な
人
は
少
な
い
も
の
で
、と
り
あ
え
ず
は
句
材
を
仕
入
れ
に
行
く
よ

う
な
気
分
で
気
軽
に
参
加
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

冬の流行病といえば風邪。風邪は
体を温かくして寝るのが何よりの薬
というのは誰でも知っている。ところ
が、いまはどこへ行っても暖房が利い
ているせいか、冬の最中でも外気の
寒さなど忘れて、冷たいジュースやビー
ルを飲み、夏野菜のサラダを食べて
いる。寒い季節には、体は温かい飲み
ものや食べ物を欲しがっているはず
なのに・・・・・・。
子供のころ風邪をひくと母はよく、

葛湯に生姜の絞り汁と黒砂糖を加え
た温かい飲みものを作って飲ませて
くれました。それを飲んで寝ていると
体がぽかぽか温まってきて、薬など飲
まなくても間もなく風邪が治ってしまっ
たのを思い出します。風邪の民間療
法として昔から利用されてきた「生
姜湯」や「卵酒」などは、いずれも体
を温める作用が高いものばかりです。
いつでもすぐに入手できる生姜は、

体を温める作用が高いので、風邪の
初期に見られる悪寒、発熱、頭痛、咳、
鼻づまり、吐き気などの症状を追い払っ
てくれます。寒い季節は特に常備し
ておけば風邪を未然に防ぐことがで
きます。誰でも簡単にできる薬膳療
法で風邪をシャットアウト!!

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

寒
気
を
払
う

選
者
『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』
編
集
長

大
崎 

紀
夫

　次回は「冬の季語」でご自由にお詠み下さい。1月15日
を締切、平成20年3月発送の『春彼岸号』にて発表致し
ます。住所、氏名をお書き添えの上、ご応募下さい。皆さ
まの投句をお待ちしております。
〒107-0062　港区南青山2-26-38
梅窓院｢青山俳壇｣投句募集係

　青山俳壇の選者、大崎紀夫先
生による俳句の会です。ご興味の
ある方は、下記の番号までご連絡下
さい。
ウエップ編集室　
電話03-5368-1870

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

あ
お
や
ま
長
寿
庵  

渡
邊

　
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
引
き
戸
を
開

け
る
と
、笑
顔
の
素
敵
な
お
か
み
さ
ん
が

案
内
し
て
く
れ
た
。

　
こ
こ
は
、昭
和
二
十
六
年
創
業
の
、青

山
通
り
に
面
し
た
蕎
麦
屋
。
現
在
は
、お

父
様
、ご
兄
弟
の
三
人
で
厨
房
を
取
り
仕

切
っ
て
い
る
。

　
お
奨
め
の
鴨
せ
い
ろ
が
運
ば
れ
る
と
、

濃
厚
な
つ
ゆ
に
柚
子
が
香
る
。
鴨
が
た
っ

ぷ
り
入
っ
た
熱
々
の
器
で
い
た
だ
く
の
は
、

な
ん
と
茶
蕎
麦
。
善
光
寺
門
前
名
物
の

香
り
よ
い
七
味
は
お
好
み
で
。

　
夜
は
日
本
酒
や
焼
酎
に
合
う
つ
ま
み

が
充
実
し
、昼
と
は
少
し
香
り
の
違
う

蕎
麦
が
楽
し
め
る
。

お
品
書
き
に
は
丼
物
も
充
実
し
、老

舗
な
が
ら
も
庶
民
的
な
味
わ
い
を
大
切

に
す
る
、今
の
時
代
に
は
貴
重
な
お
店
だ
。

な
ん
と
も
気
持
ち
の
よ
い
も
て
な
し
に
、

家
族
経
営
の
良
さ
を
感
じ
る
。

　
寒
い
時
期
限
定
の「
牡
蠣
カ
レ
ー
蕎
麦
」

一
日
六
食
の
こ
の
メ
ニ
ュ
ー
を
試
し
た
い
方

は
、お
早
め
に
ど
う
ぞ
。

第
二
十
九
回

営業時間／11:00～15:00
17:30～20:00（20:00 L.O）

定休日　土曜日　日曜日　祝日
駐車場／なし
総席数46／半個室6席
住所／港区南青山2-6-18渡邊ビル1F
TEL／03-3401-3619

「生姜粥」（2人分）
米1/2カップとなつめ（3～4個）

を洗っておく。生姜（ひとかけ）は

みじん切りにする。土鍋に材料を

入れ、水1rを加えて火にかけ、煮

立ってきたら火を弱めて30～40

分炊く。塩少々で味を調えて食べる。

ねぎのみじん切りを加えるとさら

に効果大。また、「生姜茶」は、土

鍋に生姜（ひとかけ）のみじん切り、

緑茶10ｇ、水500mlを入れて火

にかけ、弱火で2～3分煮出したら

火を止める。生姜と緑茶を取り除

いたら黒砂糖を加え溶かして飲む。

鴨せいろ（1,500円）

牡蠣カレーそば
（1,300円）

さっぱりと
きれいな店内

り
通
ム
ア
ジ
タ
ス

木
並
杏
銀

りそな銀行
あおやま
長寿庵

銀座線   
外苑前駅 
1b出口

青山通り

道
参

梅窓院

至赤坂

伊藤忠商事

「
生
姜
粥
」
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皆
さ
ん
は
関
東
十
八
檀
林
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
梅
窓
院
の
団
体
参
拝
旅
行
で
関
東

十
八
檀
林
の
お
寺
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
こ
の
関
東
十
八
檀
林
と
は
江
戸
時
代
に
定
め
ら

れ
た
特
別
な
お
寺
の
こ
と
で
、
浄
土
宗
の
僧
侶
に
な
る
に

は
必
ず
こ
の
十
八
あ
る
お
寺
の
ど
こ
か
で
修
行
を
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
格
式
あ
る
お
寺
な
の
で
す
。

こ
れ
を
定
め
た
の
は
徳
川
幕
府
で
す
が
、
も
と
も
と
浄

土
宗
は
法
然
上
人
を
宗
祖
と
し
ま
す
か
ら
、
法
然
上
人
が

教
え
を
説
い
た
り
、
往
生
さ
れ
た
京
都
が
そ
の
教
団
の
中

心
で
し
た
。

総
本
山
の
京
都
東
山
に
あ
る
知
恩
院
、
こ
こ
は
法
然
上

人
が
往
生
さ
れ
た
臨
終
の
地
で
す
し
、
ま
た
こ
の
知
恩
院

を
含
む
京
都
四
箇
本
山
、
金
戒
光
明
寺
、
知
恩
寺
、
清
浄

華
院
も
京
都
市
内
に
あ
り
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
こ
の
中

の
清
浄
華
院
は
平
成
十
七
年
に
当
院
住
職
が
、
御
忌
（
法

然
上
人
の
法
事
）
の
唱
讃
導
師
を
つ
と
め
ら
れ
た
の
で
覚

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
お
い
で
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
宗
は
永
き
に
わ
た
り
京
都
を
そ
の
本

拠
地
に
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
徳
川
家
康
が
江
戸

を
日
本
の
中
心
に
し
た
こ
と
、
そ
し
て
浄
土
宗
の
教
え
を

深
く
信
仰
し
、
増
上
寺
を
徳
川
家
の
菩
提
寺
に
し
た
こ
と

か
ら
浄
土
宗
の
中
心
が
関
西
か
ら
関
東
に
移
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
そ
の
目
に
見
え
る
形
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の

関
東
十
八
檀
林
な
の
で
す
。

浄
土
宗
の
僧
侶
に
な
る
に
は
全
国
ど
こ
の
お
寺
に
い
て

も
、
関
東
に
あ
る
決
め
ら
れ
た
お
寺
に
入
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
知
恩
院
を
始
め
と
す

る
関
西
の
お
坊
さ
ん
に
は
不
満
が
な
か
っ
た
と
い
え
ば
嘘

に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
時
の
権
力
者
に
逆
ら
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
の
で
、
徳
川
幕
府
が
終
わ
る
ま
で
、
浄
土
宗
の
僧
侶
は

み
ん
な
関
東
で
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
歴
史
の
中
で
檀
林
が
誕
生
し
た
の
で
す
が
、

こ
の
関
東
十
八
檀
林
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
こ
と

で
、
浄
土
宗
の
僧
侶
育
成
に
対
す
る
考
え
方
や
姿
勢
が
一

本
化
さ
れ
た
の
で
す
。

今
回
か
ら
こ
の
関
東
十
八
檀
林
を
特
集
い
た
し
ま
す
が
、

特
集
に
あ
た
り
当
院
の
仏
教
研
究
所
主
幹
で
も
あ
る
、
藁

谷
真
敬
梅
窓
院
副
住
職
に
筆
を
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

テ
ー
マ
的
に
は
少
々
学
問
的
に
は
な
り
ま
す
が
、
面
白

く
お
読
み
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
今
回
は
檀

林
の
成
立
ま
で
と
そ
の
種
類
を
、
そ
し
て
次
回
は
檀
林
内

の
学
寮
や
実
際
に
僧
侶
が
学
ん
だ
こ
と
を
お
書
き
い
た
だ

き
ま
す
。

こ
の
関
東
十
八
檀
林
、
梅
窓
院
の
団
体
参
拝
旅
行
で
こ

れ
か
ら
訪
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
も
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
ん
な
こ
と
も
併
せ
、
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

特集

KANTOU JYUHACHI DANRIN

（
編
集
部
）

霊巌寺（東京都江東区）
れいがんじ

常福寺（茨城県那珂市）
じょうふくじ

弘経寺（茨城県常総市）
ぐぎょうじ

大念寺（茨城県稲敷市）
だいねんじ

東漸寺（千葉県松戸市）
とうぜんじ

大巌寺（千葉県千葉市）
だいがんじ

犬吠岬



霞ヶ浦

北浦

東京湾

埼玉県

東京都

千葉県

神奈川県

群馬県

茨城県

鎌倉大仏

東京タワー

ディズニーランド

時の鐘

榛名山

筑波山

高尾山

善導寺（群馬県館林市）
ぜんどうじ

大光院（群馬県太田市）
だいこういん

光明寺（神奈川県鎌倉市）
こうみょうじ

大善寺（東京都八王子市）
だいぜんじ

幡随院（東京都小金井市）
ばんずいいん

傳通院（東京都文京区）
でんづういん

増上寺（東京都港区）
ぞうじょうじ

霊山寺（東京都墨田区）
れいざんじ

弘経寺（茨城県結城市）
ぐぎょうじ

勝願寺（埼玉県鴻巣市）
しょうがんじ

浄国寺（埼玉県さいたま市）
じょうこくじ

蓮馨寺（埼玉県川越市）
れんけいじ

マザー牧場

鴨川シーワールド

東武動物公園

草津温泉

伊香保温泉

水戸偕楽園
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檀
林
の
名
称
と
典
拠

「
栴
檀
は
双
葉
よ
り
芳
し
」
の
諺
の
様
に
、

一
宗
の
後
継
者
の
育
成
所
を
栴
檀
林
に
な
ぞ
り
、

檀
林
と
名
称
し
た
の
で
あ
る
。
檀
林
の
語
の
典

拠
を
古
典
に
求
め
る
と
、
法
海
経
・
大
智
度
論

三
・
大
唐
西
域
記
の
叙
文
等
に
見
ら
れ
る
。
日

本
で
の
初
出
は
嵯
峨
帝
の
皇
后
が
九
世
紀
半
頃

に
創
建
し
た
檀
林
寺
の
名
と
さ
れ
る
。
ち
な
み

に
浄
土
宗
で
の
初
見
は
聖
冏
上
人
が
著
「
教
相

十
八
通
」
の
中
で
用
い
た
檀
林
の
語
と
さ
れ
る
。

中
世
浄
土
宗
の
檀
林
の
動
向

檀
林
は
古
く
は
「
談
所
・
談
義
所
」
と
言
わ
れ
、

学
徳
兼
備
の
僧
の
許
に
、
修
行
者
が
参
集
し
て

勉
学
に
励
ん
だ
道
場
で
あ
っ
た
が
、
宗
僧
養
育

所
の
体
を
形
成
し
た
の
は
室
町
時
代
初
期
に
聖

冏
が
瓜
連
常
福
寺
に
談
所
を
設
け
、
所
化
（
修

行
僧
）
が
常
住
す
る
学
寮
を
付
設
し
た
頃
と
言

わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
、
鎌
倉
時
代
に
も
三
祖
良

忠
上
人
の
下
総
福
岡
談
所
を
は
じ
め
水
沼
・
矢

目
等
の
談
所
が
あ
っ
た
が
、
近
世
の
檀
林
と
は

趣
を
異
に
し
た
。
聖
冏
に
遅
れ
て
鎌
倉
光
明
寺

の
祐
宗
が
学
寮
を
設
け
、そ
の
後
、諸
談
所
に
学

寮
が
設
置
さ
れ
て
き
た
。
戦
国
時
代
に
は
生
実

大
巌
寺
に
四
十
宇
の
学
寮
が
あ
り
、
年
間
数
十

名
の
学
徒
が
在
住
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
談
所
は
関
東
近
圏
に
限
ら
ず
、

各
地
方
に
も
点
在
し
た
。
鎮
西
派
の
本
拠
の
九

州
で
は
善
導
寺
や
本
誓
寺
、
北
陸
に
は
一
条
派

の
西
福
寺
、
三
河
に
は
白
幡
派
の
大
樹
寺
や
大

音
寺
、
奥
州
に
は
藤
田
派
の
会
津
高
厳
寺
、
名

越
派
の
磐
城
専
称
寺
、
下
野
円
通
寺
等
に
談
所

を
中
心
と
し
た
本
末
寺
圏
が
で
き
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
談
所
、
談
義
所
は
江
戸
時
代
確
立
期

の
檀
林
の
様
に
特
別
な
寺
格
を
意
味
し
、中
央
集

権
的
な
権
限
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
熱
心
な

念
仏
出
家
者
の
集
団
と
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
に
お
け
る
檀
林
に
至
る

ま
で
の
教
団
の
動
向

江
戸
開
幕
と
い
う
新
し
い
封
建
時
代
確
立
期

の
状
況
下
、
仏
教
教
団
も
幕
府
の
制
度
に
組
み

込
ま
れ
、
近
世
的
な
教
団
に
改
組
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
そ
の
任
を
担
っ
た
の
が
知
恩
院
尊
照

と
増
上
寺
存
応
で
あ
る
。
尊
照
は
「
関
東
諸
寺

掟
書
」
を
制
し
、
諸
檀
林
に
配
布
し
た
。
そ
の

主
旨
は
、
本
末
関
係
の
維
持
と
法
灯
を
護
る
こ

と
。
そ
の
意
図
は
知
恩
院
の
権
威
を
示
し
、
関

東
教
団
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
し

か
し
、
十
八
年
後
、
幕
府
よ
り
「
元
和
条
目
」

（
三
十
五
ヶ
条
法
度
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ

が
近
世
浄
土
宗
の
根
本
法
規
と
な
り
、
浄
土
法

度
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
条

目
の
中
で
も
談
所
・
講
義
所
・
檀
林
の
語
が
混

用
さ
れ
て
い
る
。
案
ず
る
に
頭
初
、
談
林
と
記

さ
れ
た
も
の
が
栴
檀
林
に
あ
や
か
っ
て
後
に
「
檀

林
」
に
統
一
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

て
、
そ
の
条
目
の
要
点
は
①
知
恩
院
に
関
し
て

②
伝
法
に
関
し
て
③
修
学
に
関
し
て
④
住
持
に

関
し
て
⑤
教
団
僧
侶
の
統
制
⑥
僧
侶
の
序
列
、

席
次
に
関
し
て
等
で
あ
る
。
そ
の
一
端
を
覗
う

と
、
伝
法
は
伝
授
者
と
被
許
可
者
の
資
格
を
明

示
し
、
円
戒
は
硯
学
衆
の
み
、
両
派
・
璽
書
の

修
行
年
次
の
規
定
、
在
家
者
の
五
重
相
伝
の
禁

止
、
住
職
の
任
は
師
の
付
属
で
あ
っ
て
も
ほ
し

い
ま
ま
に
住
持
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た
檀
林

に
関
し
て
は
古
来
の
学
林
を
以
っ
て
正
式
の
宗

侶
養
成
機
関
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
私
檀
林

を
禁
止
し
た
。
こ
こ
に
浄
土
宗
の
僧
侶
を
志
す

者
は
、
必
ず
十
八
檀
林
の
い
ず
れ
か
で
修
学
せ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

関
東
十
八
檀
林
確
立
の
時
期

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
封
建
体
制
を
体
し

た
組
織
的
な
十
八
檀
林
が
成
立
す
る
。
こ
の
法

度
は
増
上
寺
を
介
し
て
諸
檀
林
に
配
布
さ
れ
た

が
、
こ
の
時
点
で
は
未
だ
十
六
檀
林
で
あ
り
、

後
に
十
八
檀
林
に
名
を
列
ね
る
結
城
弘
経
寺
と

霊
巌
寺
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
弘
経
寺
の
創
建

は
文
禄
四
年
で
あ
る
が
、
慶
長
元
和
間
の
消
息

は
不
詳
。
寛
永
以
降
に
檀
林
と
し
て
の
活
動
が

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
霊
巌
寺
創
建
は
寛
永
元

年
で
あ
る
の
で
、
元
和
条
目
が
で
き
た
時
点
で

は
未
だ
存
在
さ
え
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
、
十
八
檀
林
の
確
認
を
示
唆
す
る
資
料
は
「
檀

林
連
署
掟
」
（
寛
文
十
一
年
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
檀
林
会
議
で
制
定
し
た
規
約
の
承
認
書
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
十
九
ヶ
寺
の
檀
林
が
連
署
し
て

い
る
。
そ
の
中
、
二
ヶ
寺
は
名
越
派
の
檀
林
で

あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
霊
山
寺
が
欠
け
て
い
た
。

霊
山
寺
は
慶
長
七
年
に
檀
林
と
な
っ
た
が
、
途

中
、
住
職
若
輩
の
為
、
檀
林
が
中
絶
し
て
い
た
。

し
か
し
、
貞
享
二
年
に
檀
林
再
興
願
い
が
認
め

ら
れ
、
十
八
檀
林
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
年
を
以
っ
て
関
東
十
八
檀
林
が
全
て
揃
っ
た

の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
を
以
っ
て
関
東
十
八
檀

林
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

増上寺蔵・聖冏上人像

特集

KANTOU JYUHACHI DANRIN

副
住
職
　

藁
谷
　
真
敬

檀
林
成
立
の
歴
史
と
そ
の
種
類

せ
ん
だ
ん

か
ん
ば

た
い

せ
ん
だ
ん
り
ん

わ
ら

が
い

し
ん 

き
ょ
う

し
ょ
け

の
め

や

ゆ
う
そ
う

あ
ゆ 
み

ち
ん
ぜ
い  

は

し
ら
は
た
は

ふ
じ
た   

は

な

じ
か
く

に
な

ぞ
ん
の
う

お
き
て
が
き

じ 

し
ょ

で
ん
ぼ
う

ご
じ
ゅ
う
そ
う
で
ん そ

ん
し
ょ
う

ご
え 

は

し
ょ
う
げ
い
し
ょ
う
に
ん

じ
ゅ
う
は
っ
つ
う

き
ょ
う
そ
う
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十
八
檀
林
の
十
八
の
意
味

さ
て
、
十
八
檀
林
の
十
八
の
数
に
つ
い
て
も

種
々
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
十
八
は
徳
川
の

旧
姓
の
松
平
の
松
の
字
が
十
八
公
と
書
き
、
且

つ
松
は
千
歳
の
霊
木
で
あ
る
の
で
そ
れ
に
あ
や

か
っ
た
も
の
（
浄
宗
護
国
伝
）
と
か
、
弥
陀
誓

願
の
四
十
八
願
中
の
第
十
八
の
王
本
願
に
因
ん

だ
も
の
（
鎮
流
祖
伝
）
と
言
わ
れ
る
が
、
十
八

檀
林
が
頭
初
か
ら
揃
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、

途
中
数
の
増
減
も
あ
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
右

記
根
拠
は
希
薄
で
あ
る
。

檀
林
の
役
割
と
寺
格

関
東
十
八
檀
林
制
度
が
確
立
さ
れ
る
と
、
各

檀
林
住
職
は
毎
年
正
月
六
日
、
将
軍
に
御
礼
の

登
城
を
済
ま
せ
た
後
、
増
上
寺
に
参
集
し
て
、

浄
土
宗
の
法
式
や
学
問
に
関
し
て
の
会
議
（
檀

林
会
議
）
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
一
宗
の
最
高
運

営
責
任
機
関
と
し
て
、
宗
門
行
政
、
宗
学
興
隆
、

徳
川
将
軍
家
護
持
等
の
責
務
を
担
っ
た
。
元
来
、

関
東
十
八
檀
林
は
中
世
の
有
力
寺
院
を
中
心
に

徳
川
家
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
寺
院
や
有
能
な

学
僧
に
よ
っ
て
新
た
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
が
補

充
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
、
江
戸
幕
府
の
寺

院
統
制
の
一
環
と
し
て
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
組
織
を
堅
固
す
る
為
に
、
浄
土
宗

僧
侶
の
伝
法
権
を
十
八
檀
林
に
ゆ
だ
ね
、
ま
た

延
宝
の
「
幕
府
掟
書
」
で
田
舎
檀
林
十
三
ヶ
寺

に
近
隣
の
増
上
寺
と
知
恩
院
の
末
寺
を
今
後
は

近
在
の
檀
林
の
支
配
下
に
属
す
る
も
の
と
定
め

て
い
る
。
こ
こ
に
、
従
来
の
浄
土
宗
の
法
流
や

由
緒
よ
り
幕
府
の
行
政
支
配
を
優
先
し
た
政
治

的
意
図
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
表
象
と
し
て
、
諸

檀
林
の
序
列
、
区
分
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

檀
林
の
種
類
と
等
級

諸
檀
林
を
将
軍
家
の
関
係
や
格
式
に
よ
り
、

紫
衣
檀
林
（
六
ヶ
寺
）
と
香
衣
檀
林
（
十
二
ヶ

寺
）
に
分
け
、
ま
た
所
在
地
に
よ
り
江
戸
檀
林

と
田
舎
檀
林
に
区
別
し
た
。
首
座
の
増
上
寺
は

紫
衣
の
他
に
緋
衣
を
用
い
、
他
の
紫
衣
檀
林
は

一
枚
紫
衣
地
（
一
命
）
と
二
枚
紫
衣
地
（
再
命
・

常
紫
衣
）
に
分
け
、
二
枚
紫
衣
地
を
上
座
と
し

た
。
ま
た
、
檀
林
に
は
、
出
世
檀
林
と
引
込
檀

林
の
二
種
が
あ
る
。
引
込
檀
林
は
其
の
寺
に
止

住
し
て
他
に
転
進
し
な
い
。
出
世
檀
林
は
漸
次

転
昇
し
て
総
本
山
総
録
所
に
進
み
、
宗
の
役
職

と
し
て
事
務
や
規
則
を
制
約
し
、
門
下
の
僧
侶

を
監
督
し
た
。
更
に
出
世
檀
林
を
三
階
級
に
分

け
、
再
命
紫
衣
地
を
一
等
、
一
命
紫
衣
地
を
二

等
、
香
衣
地
を
三
等
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
階
級

に
よ
り
、
檀
林
の
住
職
の
任
も
決
め
ら
れ
て
い

た
。
延
宝
の
「
幕
府
掟
書
」
に
よ
る
と
、
檀
林

の
住
職
は
増
上
寺
寮
主
十
二
名
と
檀
林
学
頭
十

七
名
の
二
十
九
名
よ
り
二
名
選
出
し
、
寺
社
奉

行
を
経
て
閣
老
に
進
達
す
る
。
ま
た
、
香
衣
檀

林
か
ら
紫
衣
檀
林
に
転
じ
、
更
に
知
恩
院
に
昇

進
す
る
に
は
、
増
上
寺
の
特
選
に
よ
る
。
更
に

増
上
寺
に
進
む
に
は
光
明
寺
と
伝
通
院
の
住
職

の
先
後
を
論
じ
て
こ
れ
を
推
選
す
る
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
寺
の
等
級
に
よ
り
、
法
会

等
の
序
列
席
次
、
衣
帯
や
持
物
に
至
る
ま
で
全

て
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

芝

小石川

下谷

滝山

本所

深川

江戸崎

結城

飯沼

瓜連

鴻巣

川越

岩槻

館林

太田

小金

生実

鎌倉

★

★

★

★

★

★

増上寺

傳通院

幡随院

大善寺

霊山寺

霊巌寺

大念寺

弘経寺

弘経寺

常福寺

勝願寺

蓮馨寺

浄国寺

善導寺

大光院

東漸寺

大巌寺

光明寺

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

茨 城 県

茨 城 県

茨 城 県

茨 城 県

埼 玉 県

埼 玉 県

埼 玉 県

群 馬 県

群 馬 県

千 葉 県

千 葉 県

神奈川県

港区芝公園4-7-35 

文京区小石川3-14-6

小金井市前原3-37-1

八王子市大谷町1019-1-1

墨田区横川1-3-22 

江東区白河1-3-32

稲敷市江戸崎甲2656

結城市大字結城1591

常総市豊岡町甲1

那珂市瓜連1222

鴻巣市本町8-2-31

川越市連雀町8-2-31

さいたま市岩槻区加倉1-25-1

館林市楠町3692

太田市金山町37-8

松戸市小金359-1

千葉市中央区大巌寺町180

鎌倉市材木座6-7-19

03-3432-1431

03-3814-3701

042-381-0978

042-642-0716

03-3622-1367

03-3641-1523

029-892-1135

0296-33-2039

0297-24-0895

029-296-0162

048-541-0227

049-222-0043

048-756-3901

0276-72-1259

0276-22-2007

047-345-1517

043-261-2917

0467-22-0603

三縁山広度院増上寺

無量山傳通院寿経寺

神田山新知恩寺幡随院

観池山往生院大善寺

二尊教院常在山霊山寺

道本山東海院霊巌寺

正定山知光院大念寺

寿亀山松樹院弘経寺

寿亀山天樹院弘経寺

草地山蓮華院常福寺

天照山良忠院勝願寺

孤峰山宝池院蓮馨寺

仏眼山英隆院浄国寺

終南山見松院善導寺

義重山大光院新田寺

佛法山一乗院東漸寺

龍澤山玄忠院大巌寺

天照山蓮華院光明寺

通称 現住所 電話 正式名称

関東十八檀林　※★印は紫衣檀林。

創建時：慶長8年（1603）神田駿
河台→元和3年（1617）下谷池之
端→万治2年（1659）浅草神吉町
→昭和15年（1940）現在地に

創建時住所不詳→戦国末期に滝
山城下に創建→天正18年（1590）
八王子城落城により八王子市内
中心街横町に再建→昭和36年現
在地に

創建時：小田→稲敷郡東町上須
田を経て阿見大室→天正18年
（1590）江戸崎町浜→慶長5年
（1600）町屋の貰い火により同7
年（1602）現在地に

創建時：霊巌島→明暦3年（1657）
の大火で焼失、翌万治元年（1658）
現在地に

創建時：文明13年（1481）根木内
→天文年間現在地に

創建時：建長4年（1252）鴻巣登
戸→天正年間現在地に

創建時：旧土橋村、加法師村境林
中→天正18年（1590）に谷越へ
移す→昭和59年（1984）館林市
の都市計画に伴い現在地に

※順序は檀林の多い都県順。

み   

だ 

せ
い
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だ
ん
り
ん

し
ゅ
っ
せ

ひ
き
こ
み

し

じ
ゅ
う

そ
う
ろ
く
じ
ょ

え 

た
い

こ
う
え 

だ
ん
り
ん

し
じ
ゅ
う
は
ち
が
ん
ち
ゅ
う

が
ん

ほ
っ
し
き

し
ゅ
う
も
ん

で
ん
ぼ
う
け
ん

し
ゅ
う
が
く

お
う
ほ
ん
が
ん

ち
な

さん えん ざん こう   ど  いんぞう じょう  じ

む りょう ざんでん づう いん じゅきょう  じ

かん だ   さん しん  ち  おん   じ   ばんずいいん

かん  ち  ざん おうじょう いんだいぜん  じ

に そんきょう いんじょうざいざん れいざん   じ

どう ほん ざん とう かい いんれいがん   じ

しょうじょうざん ち   こう いんだいねん   じ

じゅ   き  ざんしょう じゅ いん  ぐ  ぎょう  じ

じゅ   き  ざん てん じゅ いん  ぐ  ぎょう  じ

そう   ち  ざん れん  げ  いんじょうふく   じ

てんしょうざんりょうちゅういんしょうがん じ

こ   ほうざん ほう   ち  いん れんけい   じ

ぶつげんざんえいりゅういんじょう こく   じ

しゅうなんざんけんしょういんぜん どう    じ

ぎ じゅうざん だい こう いん にっ た     じ

ぶっぽう ざん いちじょういん とう ぜん   じ

りゅうたく さんげんちゅういんだい がん  じ

てんしょうざんれん  げ  いん こうみょう  じ
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今
回
の
特
集
、
関
東
十
八
檀
林

は
、
内
容
的
に
少
し
難
し
い
と
こ

ろ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
団

体
参
拝
で
訪
れ
る
寺
院
も
あ
り
ま

す
の
で
是
非
読
ん
で
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
特
集
は
次
号
に

も
続
き
ま
す
。

　
ま
た
、
連
載
中
の
「
青
山
散
歩

道
」
の
別
冊
を
発
行
致
し
ま
す
。

創
刊
か
ら
今
号
ま
で
の
お
店
情
報

を
小
冊
子
に
ま
と
め
ま
す
。
２
月

頃
か
ら
梅
窓
院
に
て
配
布
予
定
で

す
の
で
、
皆
様
ど
う
ぞ
ご
活
用
く

だ
さ
い
ま
せ
。

発　　行／梅窓院
発 行 日／平成20年1月1日
発 行 人／中島 真成
編　　集／青山文化村
住　　所／〒107-0062
　　　　　東京都港区南青山2-26-38
電　　話／03-3404-8447
F A X／03-3404-8446
ホームページ／http://www.baisouin.or.jp/
E - M a i l／jodo@baisouin.or.jp
題　　字／中村康　前浄土門主
　　　　　総本山知恩院第86世門跡

編

集
後

記

「ぶらり門前膝栗毛」
　お檀家編集員募集中！

私たちと一緒にお寺巡りをし
てくださる方を募集しており
ます。沢山のご応募お待ちし
ております！
お問合わせは梅窓院青山文化
村まで。

赤坂消防署より
感謝状を
頂きました。

梅 窓 院

だ よ り

行事予定

中国の名僧たち・その2

法然上人とその弟子たち

ブータンと幸福論 ― 宗教文化と儀礼 ―

2月7日（木） 午後12時より観音堂にて
 受付

第43回 念仏と法話の会

仏教講座

仏・菩薩 ― その教えと信仰

阿川正貫先生
浄土寺住職 大正大学講師
②2/19（火）　曇無讖
③3/13（木）　曇鸞

新井俊定先生
天然寺住職 大正大学出版会主管
②1/21（月）　2 在俗の念仏者
　－熊谷直実など武士の念仏者－
③3/25（火）　3 在俗の念仏者
　－九条兼実・正如房など－

本林靖久先生
真宗大谷派僧侶、大谷大学･佛教大学講師
②1/9（水）　ゆらぐ幸福と伝統の創造

－近代化と情報－
③3/7（金）　ブータンから学ぶ

「幸福のカタチ」

■
第
　
回 
念
仏
と
法
話
の
会

２
月
７
日（
木
）

■
春
彼
岸
会
法
要
・
寄
席

３
月
２０
日（
木
）

■
は
な
ま
つ
り

４
月
５
日（
土
）〜
８
日（
火
）

■
団
体
参
拝
旅
行

５
月
２４
日（
土
）〜
２５
日（
日
）

群
馬
大
光
院

■
第
　
回 

念
仏
と
法
話
の
会

６
月
６
日（
金
）

■
郡
上
お
ど
り 

ｉ
ｎ 

青
山

６
月
２１
日（
土
）・
２２
日（
日
）

■
盂
蘭
盆
会
法
要

７
月
１３
日（
日
）

■
大
施
餓
鬼
会
法
要

７
月
２１
日（
月
）

■
秋
彼
岸
会
法
要
・
寄
席

９
月
２３
日（
火
）

■
文
化
講
演
会

１０
月
中
旬
予
定

■
十
夜
法
要
・
芋
煮
会

１１
月
１５
日（
土
）

はなまつり大施餓鬼会法要

郡上おどり ｉｎ 青山秋彼岸会法要・寄席

芋煮会

年
間
行
事
予
定

平
成
二
十
年

4344

（
智
）

全講座　午後6時～8時
受講無料・観音堂

勝崎裕彦先生
香蓮寺住職 大正大学教授
③2/14（木）　弁才天とその信仰

梅窓院煎餅を
お正月にも販売
致しております。




